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人
口
減
少
期
の
地
域
政
策
を
研
究
し
、
自
治
体
や
観
光
協
会
な
ど
に
提
案
し
て
い

る
多
摩
大
学
教
授
の
中
庭
光
彦
さ
ん
が
「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
」
と
思
う
土
地
を
巡

る
連
載
で
す
。
将
来
を
見
据
え
て
、
若
手
に
よ
る
「
活
き
の
い
い
活
動
」
と
「
地
域

の
魅
力
づ
く
り
の
今
」を
切
り
取
り
な
が
ら
、地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
構
造
を
解
き

明
か
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
魅
力
や
思
い
が
け
な
い
文
化
資
産
、そ

し
て
思
わ
ぬ
形
で
姿
を
現
す
現
代
の
水
文
化
・
生
活
文
化
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
。
今

回
は
、か
つ
て
最
上
川
舟
運
の
湊
と
し
て
栄
え
た
山
形
県
長
井
市
を
訪
れ
ま
し
た
。

水
・
舟
運
そ
し
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
資
本
へ

―
―
山
形
県
長
井
市

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、
人口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。
並行して1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014
年よりアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』
（中央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

長井市あら町にある「やませ
蔵美術館」の庭園を流れる
水路。300年の歴史をもつ
紬問屋・山清が、五つの蔵
を美術館として開放する

「長井は水に恵まれていますね」
と語る株式会社鈴木酒造店 長井
蔵の鈴木大介さん。福島県の浪江
町から長井へ来て再出発した

創
造
す
る
水
路
の
ま
ち

　

山
形
県
長
井
市
は
水
の
ま
ち
だ
。

　

長
井
の
骨
格
は
江
戸
時
代
中
期
、
最
上
川

舟
運
に
よ
る
大
商
人
の
成
長
、
最
上
川
支

流
・
野
川
の
治
水
、
そ
し
て
良
質
な
水
。
こ

の
三
つ
か
ら
成
立
し
た
。
そ
れ
だ
け
な
ら

「
今
も
残
る
水
文
化
都
市
の
魅
力
」
の
話
な

の
だ
が
、
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
地
方

都
市
に
、
40
歳
代
を
中
心
に
お
も
し
ろ
い
発

想
を
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

　

長
井
市
の
人
口
は
約
2
万
7 

7 

0 

0
人
。

合
計
特
殊
出
生
率
は
1
・
5 

6
（
2 

0 

1 

5

年
）
と
、
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
魅
力
あ
る
地
域
文
化
を
つ
く
ろ
う
と
し

て
い
る
人
々
を
紹
介
し
よ
う
。

水
が
生
産
者
を
惹
き
つ
け
る

　

長
井
と
い
う
地
名
は
、「
水
が
集
ま
る
地
」

を
意
味
し
て
い
る
。
福
島
県
浪
江
町
請う

け
ど戸

で

営
業
し
て
い
た
鈴
木
酒
造
店
は
天
保
年
間
に

は
操
業
を
始
め
て
い
た
。
し
か
し
、
2 

0 

1 

1
年
（
平
成
23
）
の
東
日
本
大
震
災
で
建
屋

が
消
失
。
そ
の
こ
ろ
、
水
の
よ
い
長
井
で
は
、

1 

9 

3 

1
年
（
昭
和
6
）
に
創
業
し
た
東
洋

酒
造
が
営
業
を
や
め
る
こ
と
に
な
り
、
鈴
木

酒
造
店
は
東
洋
酒
造
の
株
式
を
取
得
し
、
新

た
に
「
鈴
木
酒
造
店
長
井
蔵
」
と
し
て
再
出

発
し
た
。

　

酒
造
り
は
土
地
の
風
土
の
産
物
だ
。
浪
江

の
標
高
は
ほ
ぼ
0 

m
に
近
か
っ
た
が
、
長
井

は
2 

0 

0 

m
弱
あ
る
。
こ
の
た
め
、
米
を
蒸

す
と
き
に
沸
点
が
違
う
。
水
も
浪
江
は
硬
水

で
、
海
が
近
い
か
ら
ク
ロ
ー
ル
（
Cl 

＝
電
解
質

成
分
の
一
種
）
が
多
く
米
が
溶
け
や
す
か
っ
た
。

一
方
、
長
井
は
軟
水
。
輪
郭
が
あ
る
軟
水
で
、

一
長
一
短
あ
る
と
専
務
の
鈴
木
大
介
さ
ん
は

言
う
。

「
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
、
常
温
貯
蔵
す
る

と
普
通
は
大
味
に
な
る
が
、
こ
こ
は
味
が
き

れ
い
に
な
っ
て
い
く
。
水
源
地
の
朝
日
連
峰

も
、
白
神
山
地
の
五
倍
の
ブ
ナ
林
が
あ
る
。

水
に
関
し
て
は
ほ
ん
と
う
に
条
件
が
よ
い
」

　

酒
米
を
仕
入
れ
て
い
る
農
家
四
軒
の
う
ち

三
軒
に
は
後
継
者
も
い
る
の
で
、
こ
の
水
と

高
品
質
の
米
で
よ
い
も
の
を
つ
く
り
、
次
の

昭和初期創業の東洋酒造を譲り受けた「鈴木酒造
店長井蔵」の外観

呉服屋「いちまた」でデニムの着物を羽織る中庭さん。腰に巻
いているのは帯ではなくガンベルト。新しい和装の提案といえる
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酒田

長
井
市

大石田

左沢 本楯

寺津
船町

本合海

名木沢

荷口

荒砥

糠ノ目
港
主要河岸
主な舟着場
主要都市

宮

横山
境ノ目

谷地

長崎

鶴
岡

新
庄

天
童

山
形上

山

米
沢

清川

清水

最上川

赤
川

酒田

長
井
市

大石田

左沢 本楯

寺津
船町

本合海

名木沢

荷口

荒砥

糠ノ目
港
主要河岸
主な舟着場
主要都市

宮

横山
境ノ目

谷地

長崎

鶴
岡

新
庄

天
童

山
形上

山

米
沢

清川

清水

最上川

赤
川

地域

商店街
ボードゲーム

市役所

長井市

公民館

にぎわい創造
「種守プロジェクト」

ラジオ

Aさん

Gさん

Hさん

Mさん

Nさん

Oさん

Iさん、Jさん、
Kさん、Lさん

Bさん Cさん Dさん Eさん

べにはなレジェンド10人

Sさん

Tさん

Uさん

けん玉協会長井支部 3人

けん玉のふるさとプロジェクトメンバー 20～ 30人

東北けん玉プレイヤー 約 40人

関東けん玉プレイヤー 100人

西日本けん玉プレイヤー 50人

台湾けん玉プレイヤー 10人

香港けん玉プレイヤー 5人

シンガポールけん玉プレイヤー 10人

モンゴル、マレーシア、インドネシア、ベトナムけん玉プレイヤー

アメリカけん玉プレイヤー 50人

カナダけん玉プレイヤー ５人

イギリス、デンマーク、スイス、オランダ、ドイツ、
ルーマニアけん玉プレイヤー 30人

Fさん

Pさん

Qさん

Rさん

鈴木さん
（風林堂）

船山さん
（フォトグラファー）

秋元さん
（市職員）

「
俺
た
ち
の
株
式
会
社　

楽ら
く
ま
ち街

」。
自
分
た
ち

の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
お
も
し
ろ
く
す
る
、

と
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
い
、
定
期
的
に
情
報
交

換
を
行
な
う
姿
が
S
N
S
で
伝
わ
っ
て
く
る
。

主
に
空
き
店
舗
利
用
を
進
め
て
い
る
。

　

次
は
秋
元
悟
さ
ん
。
東
京
都
青
梅
市
出
身

だ
が
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
市
役
所

商
工
観
光
課
に
所
属
す
る
。
と
書
く
と
普
通

だ
が
、
こ
の
方
、
世
界
的
に
有
名
な
「
け
ん

玉
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
」
な
の
だ
。

　

長
井
市
は
競
技
用
け
ん
玉
生
産
日
本
一
な

の
だ
が
、
秋
元
さ
ん
は
け
ん
玉
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
大
会
で
2
回
優
勝
し
、
2 

0 

1 

4
年

（
平
成
26
）
に
開
か
れ
た
第
1
回
け
ん
玉
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
で
は
3
位
に
入
賞
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
1
、
2
位
は
ア
メ
リ

カ
の
選
手
だ
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
け
ん

玉
競
技
人
口
の
世
界
的
な
広
さ
に
驚
き
入
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

長
井
駅
前
に
「
け
ん
玉
ひ
ろ
ば
ス
パ
イ

ク
」
が
あ
る
。
い
わ
ば
道
場
の
よ
う
な
も
の

だ
が
、
上
達
す
る
に
つ
れ
、
級
、
段
が
上
が

っ
て
い
く
。「
こ
れ
か
ら
は
け
ん
玉
を
す
る
人

を
増
や
し
、
外
か
ら
長
井
に
引
き
込
み
、
知

っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
話
す
。

や
る
気
の
貯
金

　

三
番
目
に
お
会
い
し
た
の
は
、
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
で
長
井
青
年
会
議
所
ま
ち
み
ら
い

世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
今
の
思
い
を

話
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

ま
さ
に
酒
造
店
に
と
っ
て
水
は
資
本
そ
の

も
の
だ
。

最
上
川
舟
運
最
上
流
の
湊

　

長
井
の
水
資
本
を
形
成
し
た
の
は
、
江
戸

時
代
の
米
沢
藩
と
商
家
た
ち
だ
。

　

長
井
は
上
杉
家
米
沢
藩
領
だ
っ
た
。
江
戸

着
て
み
た
い
と
思
え
る
逸
品
だ
っ
た
。

長
井
を
守
っ
た
締
切
堤
防

　

今
に
至
る
大
店
の
水
利
空
間
を
つ
く
り
出

し
た
最
上
川
舟
運
だ
っ
た
が
、
当
初
は
心
配

も
あ
っ
た
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
は
野

川
の
水
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら

だ
。

　

1 

7 

5 

7
年
（
宝
暦
7
）、
1 

7 

6 

9
年

（
明
和
6
）
と
大
水
害
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
長

井
の
中
心
を
流
れ
最
上
川
に
注
ぐ
野
川
は
暴

れ
川
だ
っ
た
。

　

現
地
に
立
つ
と
わ
か
る
が
、
野
川
は
朝
日

連
峰
に
源
を
発
し
南
下
す
る
が
、
急
に
東
に

屈
曲
し
長
井
に
入
り
扇
状
地
を
形
成
し
最
上

川
に
流
れ
込
む
。
N 

P 

O 

最
上
川
リ
バ
ー
ツ

ー
リ
ズ
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
理
事
の
佐
藤

五
郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
20 

km
の
間
を
1 

4 

0 

0
m
下
る
と
い
う
。
溢
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。

川
筋
が
安
定
し
な
け
れ
ば
、
長
井
の
商
い
は

る
。

　

ほ
か
に
も
1 

7 

8 

9
年
（
寛
政
元
）
創
業

の
山
一
醤
油
店
。
1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）

創
業
の
お
茶
屋
「
や
ま
い
ち
松
龍
園
」。
そ

の
並
び
に
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
着
物
屋

「
い
ち
ま
た
」。
ど
の
大
店
に
も
奥
に
庭
園
が

あ
り
、
引
き
水
さ
れ
て
い
る
。
池
に
は
コ
イ

が
泳
い
で
い
る
。

「
い
ち
ま
た
」
社
長
の
斉
藤
直
也
さ
ん
は
八

代
目
だ
。
ち
ょ
っ
と
風
合
い
が
異
な
る
着
物

を
お
召
し
だ
っ
た
の
で
伺
う
と
、
デ
ニ
ム
生

地
を
紅
花
で
染
め
た
も
の
。
し
か
も
帯
で
は

な
く
ガ
ン
ベ
ル
ト
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

「
若
い
方
が
、
普
段
着
や
す
い
着
物
を
提
供

し
た
い
」
と
新
た
な
商
品
を
提
案
さ
れ
て
い

る
。
値
段
は
3
万
円
。
一
ケ
タ
違
い
で
安
い
。

初
期
、
米
沢
藩
の
課
題
は
食
料
増
産
と
米
の

物
流
路
確
保
で
あ
っ
た
。

　

地
図
を
見
る
と
、
米
沢
か
ら
河
口
の
酒
田

が
最
上
川
で
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
途
中
の
荒あ
ら
と砥

付
近
は
流
れ
の
速
い
浅
瀬

で
通
船
が
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
米
沢

藩
の
御
用
商
人
西
村
久
左
衛
門
が
川
筋
普
請

を
行
な
い
、
1 

6 

9 

4
年
（
元
禄
7
）
に
開

削
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
宮
村
（
現
・
長
井
市
）

か
ら
米
を
積
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
御
陣
屋

と
上あ
げ
ま
い米

役
場
が
設
置
さ
れ
た
。

　

宮
村
よ
り
上
流
は
、
水
量
が
多
い
時
期
が

短
い
こ
と
も
あ
り
、
米
沢
藩
の
最
上
川
舟
運

の
起
点
が
現
在
の
長
井
だ
っ
た
。

「
宮
舟
場
」
か
ら
積
み
出
す
荷
物
は
米
、
材

木
、
蝋ろ

う

、
酒
田
か
ら
の
上
り
荷
は
塩
、
砂
糖
、

古
手
物
（
中
古
衣
料
）、
い
さ
ば
物
（
干
魚
）
で
、

こ
れ
ら
を
取
り
扱
う
問
屋
商
人
が
、
宮
、
そ

し
て
後
に
つ
く
ら
れ
た
「
小
出
舟
場
」、
す

な
わ
ち
現
在
の
長
井
に
集
ま
り
発
展
し
た
。

　

こ
う
し
た
大
店
が
つ
く
っ
た
商
い
空
間
の

一
つ
が
、
今
も
残
る
「
あ
ら
町
」
だ
。
山
清

は
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
紬
問
屋
で
10
あ
る

蔵
の
5
棟
を
今
は
美
術
館
と
し
て
い
る
。「
や

ま
せ
蔵
美
術
館
」
だ
。
水
路
が
這
う
庭
は
見

事
で
、
往
事
の
富
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き デニムの着物姿で話をする呉服屋「いちま

た」の八代目・斉藤直也さん。下は敷地内
にある引き水

野川と長井の関係
について解説する
NPO最上川リバ
ーツーリズムネット
ワークの代表理事、
佐藤五郎さん

和菓子「風林堂」の四代目・鈴
木英明さん。「俺たちの株式会
社 楽街」を立ち上げて、長井
のまちなか活性化に取り組む

古くから舟運が行なわれ、この地方の重要な交通路だった最上川育
た
な
い
ば
か
り
か
村
そ
の
も
の
が
荒
廃
し

て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
造
営
さ
れ
た
の
が
「
平
山
の
締
切

堤
防
」。
1 

7 

7 

5
年
（
安
永
4
）
に
竣
工
し

た
。
野
川
が
平
野
部
に
出
る
扇

せ
ん
ち
ょ
う頂

部ぶ

の
右
岸

に
野の

づ
ら
づ

面
積
み
に
よ
る
大
堤
防
を
つ
く
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
。

　

1 

9 

0 

6
年
（
明
治
39
）
に
も
大
修
復
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
お
か
げ
で
野
川
の
河
道
が

固
定
さ
れ
、
商
都
と
し
て
の
基
盤
が
整
っ
た
。

生
産
力
を
維
持
す
る
開
発
努
力
を
、
こ
の
遺

跡
は
教
え
て
く
れ
る
。

　

き
れ
い
な
水
の
条
件
が
水
害
の
要
因
に
も

な
る
。
日
本
に
は
こ
う
し
た
場
が
い
く
つ
も

あ
る
が
、
長
井
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

若
手
中
堅
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

こ
の
長
井
市
は
、
現
在
お
も
し
ろ
い
活
動

が
連
鎖
し
て
お
り
、
実
際
に
そ
う
し
た
人
々

に
話
を
伺
っ
た
。
と
私
が
書
い
て
も
、
な
か

「やまいち松龍園」の引
き水。奥は池になってい
てコイが泳いでいた

「宮舟場」の跡地。上杉氏が治める米沢藩の
舟運基地として発展した

野川の水害から長井を守った「平山の締切
堤防」の遺構。総石積みで、長さは 450ｍ
にも及ぶ

な
か
伝
え
る
の
が
難
し
い
。

　

地
域
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
人
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
地
域
資
源
を
適
切
に
利
用
し
価
値

を
生
み
出
す
こ
と
で
、
事
例
ご
と
に
特
徴
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
若
手
活
動
者
と
し

て
活
躍
さ
れ
て
い
る
3
人
に
お
話
を
聞
き
、

そ
れ
ぞ
れ
5
分
で
人
脈
図
を
書
い
て
い
た
だ

い
た
も
の
を
合
成
し
て
一
つ
の
人
々
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
図
を
つ
く
っ
て
み
た
。

　

最
初
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
和
菓
子

「
風
林
堂
」
の
鈴
木
英
明
さ
ん
だ
。
1 

9 

1 

2
年
（
明
治
45
）
創
業
で
、
四
代
目
主
人
だ
。

長
井
に
は
お
茶
の
先
生
が
多
い
と
い
う
の
だ

が
、
地
元
で
は
茶
席
と
菓
子
の
代
名
詞
が
風

林
堂
だ
と
い
う
。

　

鈴
木
さ
ん
は
も
う
一
枚
名
刺
を
出
さ
れ
た
。

最上川の主な河岸と舟着場
横山昭男著『最上川舟運と山形文化』（東北
出版企画 2006）ｐ27を参考に、国土交通省
国土数値情報「河川データ（平成 19年）、行
政区域データ（平成 28年）」より編集部作成

3人からお聞きした
パーソナルネットワーク図



長井市でお会いした人々

水の文化 55号　魅力づくりの教え 44

属
意
識
を
植
え
付
け
、
僕
ら
は
そ
の
影
響
で

戻
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」。

　
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
の
が
草
岡
新
町
だ
。

長
井
市
の
中
心
部
で
は
消
え
た
よ
う
な
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
契
約
関
係
が
草
岡
新
町
に
は

今
も
濃
厚
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
共
益
費
も
月
数
千
円
払
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
人
が
居
つ
づ
け
て
お
り
、
こ
れ

を
船
山
さ
ん
は
「
や
る
気
の
貯
金
」
と
表
現

し
た
。

　
同
じ
事
を
市
内
で
も
広
げ
る
た
め
、
船
山

さ
ん
は
「
ぼ
く
ら
の
文ぶ

ん
が
く楽
」
と
い
う
お
祭
り

を
仲
間
と
開
催
し
て
い
る
。
長
井
に
住
む
人

お
よ
び
活
動
す
る
団
体
が
出
演
し
、
市
内
外

か
ら
毎
年
お
よ
そ
3 

0 

0 

0
人
が
集
う
イ
ベ

ン
ト
だ
。

地
域
を
動
か
す
人
々
、

そ
し
て
資
源

　
こ
の
3
人
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
パ
ー
ソ

ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
図
を
見
る
と
、
い
か
に

多
く
の
人
々
が
長
井
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の

か
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
つ
な
が
り
が
多
い

人
、
つ
ま
り
ハ
ブ
に
な
っ
て
い
る
中
心
者
も

わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
3
人
が
多
い
の
は
当

然
な
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
中
心
者
が
い

る
。
こ
う
し
た
人
は
、
外
の
世
界
の
人
々
と

の
橋
渡
し
役
で
も
あ
る
。

　
秋
元
さ
ん
は
、
け
ん
玉
の
世
界
で
は
グ
ロ

ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
っ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
れ
を
ど
う
長
井
市
に
つ
な
げ
る
の
か
、

船
山
さ
ん
た
ち
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
か
も
し

れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
主
人
公
で
も
あ
り
、
資
源
で
も
あ
る
。

　
元
気
な
地
域
に
共
通
し
て
い
る
の
だ
が
、

な
ぜ
か
お
も
し
ろ
い
人
は
み
ん
な
自
営
業
だ
。

し
か
も
長
井
で
は
江
戸
時
代
か
ら
の
商
人
の

末
裔
た
ち
が
、
舟
運
で
は
な
く
、
S 

N 

S 

と

ア
ナ
ロ
グ
、
両
方
の
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
情
報

を
商
い
し
て
い
る
。

　
長
井
に
は
、
物
流
・
交
流
拠
点
と
し
て
文

化
に
結
晶
し
た
「
商
い
の
歴
史
遺
産
」、「
お

も
し
ろ
い
事
業
を
創
発
す
る
人
々
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」、「
水
の
お
い
し
さ
と
い
う
、
地
域

資
本
」
が
複
合
し
て
い
る
。
水
の
お
か
げ
で

電
子
部
品
な
ど
の
中
堅
企
業
も
、
多
数
立
地

し
た
。

　
つ
ま
り
、
心
配
し
な
い
で
お
も
し
ろ
い
取

り
組
み
が
で
き
る
と
い
う
魅
力
が
湧
き
出
て

い
る
土
地
だ
っ
た
。
情
報
を
流
す
水
路
の
ま

ち
―
―
そ
れ
が
現
在
の
長
井
で
あ
る
。

委
員
会
担
当
理
事
の
船
山
裕
紀
さ
ん
だ
。

　
高
校
ま
で
長
井
の
中
心
部
に
住
ん
で
い
て
、

そ
の
後
東
京
に
出
た
が
数
年
で
長
井
に
帰
り
、

バ
ン
ド
活
動
を
し
て
い
る
う
ち
に
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
、
デ
ザ
イ
ン
、
企
画
が
仕
事
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
。

　
今
は
長
井
の
北
西
部
に
あ
る
西
根
の
草
岡

新
町
の
空
き
家
に
入
り
住
ん
で
い
る
。
船
山

さ
ん
が
言
う
に
は
「
こ
こ
は
周
囲
と
比
べ
て

も
出
生
率
が
高
く
、
市
の
ほ
か
の
場
と
は
様

子
が
違
う
。
調
べ
て
み
る
と
、
僕
ら
の
世
代

が
子
ど
も
を
産
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
僕
ら

の
親
世
代
が
祭
り
な
ど
を
や
っ
て
僕
ら
に
帰

長井市地域おこし協力隊の秋
元悟さん。「けん玉のレジェンド」
として、さまざまな地域・国から
人を呼び込もうと考える

長井青年会議所 まちみらい委員
会の担当理事、船山裕紀さん。本
業はフォトグラファー。活動が人と
のつながりで連鎖しはじめている

語り部の会「長井小町の
会」の金田 子さん。会
員 17名で市内の全小
学校を回って昔語りを聞
かせている

長井の「ソウルフード」とも称される「ロールパン」。それをつくりつづける木
村家本店の深澤勝洋さんと奥様の悦子さん

突然押しかけたにもかか
わらず快く迎えてくれた
貿上（ぼうじょう）醤油
味噌醸造元の井上雅晴
さん

まちなかを案内してくれ
た観光ボランティアガイド
「ながい黒獅子の里案
内人」会長の田中健三
さん

取材をコーディネートしてく
れたやまがた長井観光局 
観光交流推進部長の平正
行さん（右）と主事の布川
はるかさん（左）

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　
安
心
を
生
む
水
資
本
は
、
情
報
か
ら
価
値

を
生
み
出
す
商
人
的
活
動
を
も
後
押
し
す
る
。

　（
2 

0 

1 

6
年
12
月
26
〜
27
日
取
材
）


